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「
こ
の
火
山
の
多
い
国
土
か
ら
エ
デ
ン
の
園

を
つ
く
り
出
し
、
他
の
世
界
と
の
交
わ
り
を
い

っ
さ
い
断
ち
切
っ
た
ま
ま
、
独
力
の
国
内
産
業

に
よ
っ
て
三
千
万
と
推
定
さ
れ
る
住
民
が
着
々

と
物
質
的
繁
栄
を
増
進
さ
せ
て
き
て
い
る
。
と

す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
結
果
が
可
能
で
あ
る
と

こ
ろ
の
住
民
を
、
あ
る
い
は
か
れ
ら
が
し
た
が

っ
て
い
る
制
度
を
、
全
面
的
に
非
難
す
る
よ
う

な
こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
。
わ
た
し
は
、

専
制
主
義
や
日
本
政
府
を
弁
護
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
は
な
く
て
、
一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
旅
行

者
と
し
て
自
然
に
い
だ
く
感
想
を
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
」

「
エ
デ
ン
の
園
」
と
表
現
す
る
ほ
ど
、
国
民
の

幸
福
度
の
高
さ
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
世
界
に

類
を
み
な
い
稀
有
の
国
だ
と
感
じ
た
よ
う
で
す
。

同
時
に
自
ら
の
任
務
に
よ
り
、
そ
れ
を
侵
す
こ

と
に
罪
悪
感
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
彼
は
将
軍
に
謁
見
で
き
る
数
少
な
い

外
国
人
の
一
人
で
し
た
が
、
そ
こ
で
感
じ
た
江

戸
城
内
の
佇
ま
い
に
目
を
見
張
っ
て
い
ま
す
。

「
わ
た
し
は
宮
殿
の
な
か
で
見
た
す
べ
て
の
も

の
の
秩
序
と
礼
儀
の
正
し
さ
に
心
を
打
た
れ
た

と
い
い
た
い
。
接
見
の
場
の
事
物
は
秩
序
整
然

と
し
て
い
る
し
、
装
置
の
一
般
的
な
簡
素
さ
は

ほ
か
に
例
が
な
い
。
部
屋
や
回
廊
に
は
す
こ
し

も
家
具
が
お
か
れ
て
い
な
い
――
日
本
の
貴
族

は
、
か
れ
の
農
奴
な
い
し
臣
下
と
同
じ
く
、
例

連　載

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
、
民
衆
の
生
活
に
も
着
目

し
、
幕
府
は
将
軍
の
専
制
政
治
で
あ
り
な
が
ら

幸
福
な
国
民
生
活
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
、
と

見
て
高
い
評
価
を
し
て
い
ま
す
。

「
自
分
の
農
地
を
整
然
と
保
っ
て
い
る
こ
と
に

か
け
て
は
、
世
界
中
で
日
本
の
農
民
に
か
な
う

も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
…
…
日
本
の
農
民
の
技

術
や
勤
勉
さ
や
慎
重
さ
を
減
じ
は
し
な
い
。
男

や
女
や
子
供
た
ち
が
、
朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま

で
田
畑
に
い
る
の
を
見
か
け
る
」

「
封
建
領
主
の
圧
制
的
な
支
配
や
全
労
働
者

階
級
が
苦
労
し
呻
吟
さ
せ
ら
れ
て
い
る
抑
圧
に

つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
多
く
の
こ
と
を
聞
い

て
い
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
よ
く
耕
作
さ
れ
た
谷

間
を
横
切
っ
て
ひ
じ
ょ
う
な
ゆ
た
か
さ
の
な
か

で
家
庭
を
営
ん
で
い
る
幸
福
で
満
ち
足
り
た
暮

ら
し
向
き
の
よ
さ
そ
う
な
住
民
を
見
て
い
る
と
、

こ
れ
が
圧
制
に
苦
し
み
、
苛
酷
な
税
金
を
と
り

立
て
ら
れ
て
窮
乏
し
て
い
る
土
地
だ
と
は
と
て

も
信
じ
が
た
い
。
む
し
ろ
反
対
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
は
こ
ん
な
に
幸
福
で
暮
ら
し
向
き
の
よ
い

農
民
は
い
な
い
し
、
ま
た
こ
れ
ほ
ど
温
和
で
贈

り
物
の
豊
富
な
風
土
は
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う

印
象
を
い
だ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」

髙
橋
知
明

（
瀬
田
玉
川
神
社
禰
宜
）

第
十
回
　
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
『
大
君
の
都
』（
下
）

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
こ
ん
な
に
幸
福
で
暮
ら
し
向
き
の
よ
い
農
民
は
い
な
い
」

原
典
で
読
む

外
国
人
が
見
た
日
本

原
典
で
読
む

外
国
人
が
見
た
日
本

し
た
こ
と
か
ら
か
、
山
に
は
大
き
く
二
つ
の
区

域
が
あ
り
、
人
間
が
材
木
を
伐
り
出
し
た
り
、

キ
ノ
コ
を
採
種
し
た
り
と
、
生
活
の
た
め
最
低

限
の
利
益
を
得
る
里
山
に
対
し
、
人
間
が
侵
し

て
は
な
ら
な
い
神
々
が
宿
る
聖
域
の
奥
山
が
あ

り
ま
す
。
そ
こ
は
深
い
森
が
あ
る
こ
と
で
鳥
獣

類
や
植
物
の
生
物
多
様
性
が
保
護
さ
れ
、
急
勾

配
の
国
土
で
も
保
水
力
の
あ
る
山
に
保
た
れ
て

い
ま
し
た
。
し
ば
し
ば
里
山
と
奥
山
の
境
界
に

は
神
社
や
祠
が
存
在
し
、
自
然
と
共
生
す
る
先

人
か
ら
の
戒
め
と
知
恵
を
大
切
に
し
て
き
た
表

れ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
し
て
や
「
霊
峰
富
士
」
に
外
国
人
が
登
山

し
た
こ
と
だ
け
で
も
当
時
の
日
本
社
会
に
与
え

た
波
紋
は
一
つ
の
事
件
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ

ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
火
口
で
測
量
を
行

い
、
英
国
旗
を
立
て
、
あ
ま
つ
さ
え
ピ
ス
ト
ル

を
撃
つ
な
ど
と
い
う
行
動
は
、
攘
夷
論
者
や
富

士
山
信
仰
者
ら
を
激
憤
さ
せ
た
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。

も
っ
と
も
、
山
を
は
じ
め
自
然
界
に
は
神
々

が
宿
る
と
考
え
、
自
然
と
人
と
の
共
存
共
栄
に

努
め
て
き
た
日
本
人
に
対
し
、
西
欧
で
は
自
然

は
征
服
す
る
も
の
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
ほ
ど

で
す
。
軍
事
力
を
背
景
に
、
世
界
の
各
地
で
資
源

を
奪
い
取
り
、
自
国
の
領
土
を
拡
大
し
て
き
た

欧
米
列
強
の
帝
国
主
義
か
ら
、「
エ
デ
ン
の
園
」

を
捨
て
急
速
な
近
代
化
を
図
る
こ
と
で
日
本
を

守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
幕
末
の
先
人

達
の
苦
労
に
思
い
を
致
さ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

く
し
て
算
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
長
さ
は

約
一
一
〇
〇
ヤ
ー
ド
、
幅
六
〇
〇
ヤ
ー
ド
、
深

さ
は
約
三
五
〇
ヤ
ー
ド
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
」

ま
た
、『
大
君
の
都
』
に
記
さ
れ
た
内
容
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
八
六
〇
年
十
一
月
二
十

九
日
付
のT

he T
im

es

紙
に
、
一
行
の
一
人
が

こ
の
登
頂
に
つ
い
て
寄
稿
し
た
内
容
に
基
づ
く

記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

彼
は
山
頂
に
イ
ギ
リ
ス
国
旗
を
掲
揚
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
噴
火
口
に
向
け
ピ
ス
ト
ル
を
五
発
撃

っ
て
範
を
示
す
と
、
他
の
メ
ン
バ
ー
も
そ
れ
に

倣
い
、「
国
旗
に
敬
意
を
表
す
る
た
め
…
…
計
二

十
一
発
に
な
る
ま
で
に
ピ
ス
ト
ル
を
発
射
し
て

礼
砲
に
代
え
た
。
そ
れ
か
ら
…
…
イ
ギ
リ
ス
国

歌
（God Save the Q

ueen

）
を
唱
和
し
、
最

後
に
『
恵
み
深
い
女
王
陛
下
の
健
康
』
を
祝
し

て
、
富
士
山
の
雪
で
冷
や
し
た
シ
ャ
ン
パ
ン
で

乾
杯
し
た
」
と
い
う
の
で
す
。

日
本
人
に
と
っ
て
山
は
信
仰
の
対
象
の
一
つ

で
あ
り
、
人
間
の
霊
魂
は
山
か
ら
や
っ
て
き
て

身
体
と
い
う
箱
に
入
り
、
死
ね
ば
山
に
帰
っ
て

い
く
と
い
う
霊
魂
観
が
あ
る
ほ
ど
で
す
。
そ
う

の
ご
と
く
か
か
と
の
う
え
に
す
わ
っ
て
、
畳マ

ッ
ト

か

ら
わ
ず
か
数
イ
ン
チ
の
高
さ
の
脚
付
き
の
小
さ

な
漆
器
の
盛
り
皿
で
食
事
を
し
、
ま
た
頭
ぐ
ら

い
の
大
き
さ
の
漆
器
か
木
製
の
枕
で
床
の
畳
の

う
え
に
寝
る
。
か
れ
ら
は
、
か
れ
ら
の
祖
先
の

ス
パ
ル
タ
的
な
簡
素
さ
を
保
ち
、
米
と
魚
の
同

じ
よ
う
な
質
素
な
料
理
に
甘
ん
じ
て
、
か
れ
ら

の
富
を
吸
収
し
た
り
元
気
を
奪
う
よ
う
な
外
国

の
ぜ
い
た
く
品
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
を

本
当
に
よ
ろ
こ
ん
で
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」

権
力
者
で
も
贅
沢
を
好
ま
ず
、
シ
ン
プ
ル
な

生
活
と
機
能
的
な
建
物
に
住
ん
で
い
る
こ
と
、

ま
た
そ
の
中
に
い
る
家
臣
た
ち
の
規
律
と
礼
儀

正
し
さ
に
も
深
く
感
銘
し
て
い
ま
す
。

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
日
本
で
の
事
蹟
を
語
る
上

で
、
外
せ
な
い
こ
と
の
一
つ
に
、
彼
が
初
め
て

富
士
山
に
登
頂
し
た
外
国
人
だ
と
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
日
本
の

何
か
に
感
心
し
た
と
い
う
よ
り
、
日
本
人
の
尊

崇
と
敬
愛
の
対
象
で
あ
る
富
士
山
と
そ
の
信
仰

を
冒
涜
す
る
よ
う
な
行
動
を
し
て
い
ま
す
。
彼

が
登
山
を
開
始
し
た
の
は
、
万
延
元
年
（
一
八

六
〇
）
七
月
二
十
五
日
の
こ
と
で
す
。
大
変
な

疲
労
を
し
な
が
ら
も
頂
上
に
至
っ
た
彼
は
、
一

行
の
一
人
に
火
口
の
測
量
を
さ
せ
て
い
ま
す
。

「
こ
の
噴
火
口
は
つ
き
出
た
く
ち
び
る
を
も
つ

大
き
な
長
円
形
を
な
し
て
お
り
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン

大
尉
が
知
っ
て
い
る
か
ぎ
り
の
測
量
方
法
を
つ

オールコック


